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『教
行

証
文
類
』

に
お
け
る

『
涅
槃
経
』

『
華
厳
経
』
連
引

に

つ
い
て

吉

田

宗

男

親
鸞

の
師
で
あ
る
源
空
に
よ

っ
て

『大
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』

『
阿
弥
陀

経
』

の
浄
土
三
部
経
が
浄
土
宗
に
お
け
る
正
依
の
経

典

と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
著
書
で
あ
る

『
選
択
集
』
の

「
二

門
章
」

な
ど
か
ら
明
確
に
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
師
の
遺
志
を
受
け

継
い
だ
親
鸞
も

『
大
無
量
寿
経
』
を
三
経
の
要
と
し
て
位
置
づ
け
て
は

い
る
が
、
右

の
三
経
を
浄
土
の
三
部
経
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り

は
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
親
鸞

の
著
書
を
見
て
い
n、
た

と
き
、

こ
の
浄
土
三
部
経
と
並
ん
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
経
が

あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

『
涅
槃
経
』
と

『華
厳
経
』
で
あ

る
。
単
純

に
経
文
の
引
用
回
数
を
見
て
も

『涅
槃
経
』
は

『
大
無
量
寿

経
』

に
次
ぐ
引
用
回
数
を
誇

っ
て
い
る
し
、
『
華
厳
経
』

に
つ
い
て
も

『大
無
量
寿
経
』
の
異
訳
で
あ
る

『無
量
寿
如
来
会
』
を
置
く
と

し

た

ら
、
や
は
り
、
他
の
経
典
よ
り
も
引
用
回
数
が
多
い
。
そ
う
い

っ
た
中

で
こ
の

二
経
を
見
て
い

っ
た
と
き
、
親
鸞
独
自
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
が

『涅
槃
経
」
『
華
厳
経
』
の
連
引
な
の
で
あ
る
。

『
教
行
証
文
類
』
に
お
い
て

『
涅
槃
経
』
『
華
厳
経
』
の
連
引
は
都
合

三
カ
所
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

一
つ
目
が

「
行
巻
」
の

一
乗
釈
、

二
つ
目
が

「
信
巻
」
第
二
問
答
の
信
楽
釈
、

三
つ
目
が

「
化
身
土
巻
」

の
真
門
釈

・
二
十
願
の
勧
信
経
文
証
で
あ
る
。
こ
の
三
ヵ
所
に
お
け
る

連
引
は
、
普
通
の
場
合
の
成
道
か
ら
涅
槃
と

い
っ
た
も

の
と

は
異

な

り
、
涅
槃
か
ら
成
道
と
い
っ
た
形
を
と

っ
て

い
る
。
江
戸
宗
学
に
お
い

て
、
古
来
多
く
は

『
華
厳
経
』
を
智
慧
門
、

『涅
槃
経
』

を
慈
悲
門

と

見
て
、
そ
の
上
で

「浄
土
門
は
慈
悲
門

の
教
」
と

い
う

大
前
提

か
ら

『
涅
槃
経
』
が
ま
ず
先
に
く
る
も
の
と
し
て

い
る
。
江
戸
期
の
講
録
等

を
見
て
も
、
そ
れ
以
上
の
解
釈
が
成
さ
れ
て

い
な
い
た
め
こ
の
説
の
詳

細
は
つ
か
み
か
ね
る
が
、
『
華
厳
経
』
『
涅
槃

経
』
を
智
慧
門

・
慈
悲
門

に
わ
り
あ
て
、
「浄
土
門
は
慈
悲
門

の
教
」
と

い
う

こ
と

で
、

『
涅
槃

経
』
『
華
厳
経
』
の
順
序
を
説
明
す
る
に
は
余
り
に
も
短
絡
的
す

ぎ

る

よ
う
に
思
う
。
親
鸞
が

『教
行
証
文
類
』
に
お
い
て
三
ヶ
所
も

『涅
槃

経
』
『
華
厳
経
』
と
い
う
こ
の
順
序
で
連
引
し
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
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一
六

一

こ
の
順
序
で
、

一
つ
の
思
想
体
系
が
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
頷
け
る
と

思
う
。
そ
れ
を
見
て
い
く
た
め
に

『涅
槃
経
』
と

『
華
厳
経
』
が
有
し

て
い
る
独
自
性
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
涅
槃
経
』
は

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
説
き
、
そ
こ
か
ら
如
来

の
寿
命

の
永
遠
常
住
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
、
特

に
そ
れ
は

一
乗
思
想
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
『
華
厳
経
』

は
如
来
自
性
の
法
界
を
背
景
と
し
て
、
普
賢
菩
薩
の
行
願
を
説
き
、
そ

れ
は
大
乗

の
精
神
を
顕
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
経
で

釈
迦

一
代
の
教
説
を
顕
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
、
仏
道
こ
そ
唯

一
に
し
て
普
遍
の
法
で
あ
る
こ
と
を
開
顕
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「行
巻
」
の
こ
の
箇
所
で
は

「行
巻
」
の

一
要
義

で
あ

り
、

一
乗
海

を
重
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

一
乗
釈

・
海
釈

・
一
乗
の
機
教
の
三
項

に
分
か
れ
て
い
る
う
ち
の
第

一
項
に
あ
た
る
。
こ
の

一
乗
の
義
を
証
誠

す
る
た
め
に

『涅
槃
経
』
と

『華
厳
経
』
の
二
経
の
文
を
引
い
て
き
て

い
る
。

こ
の
二
経
の
引
文
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
疑
問

が
提

起

さ
れ

る
。
そ

の
第

一
は
存
覚
の

『
六
要
紗
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
二

経
に
は
阿
弥
陀
如
来

の
功
徳
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
な

ぜ
こ
の
二
経
を
引

い
て
き
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
解

答
と
し
て
存
覚
は

『涅
槃
経
』
『華
厳
経
』
と
い
う

一
代

経

文
、
特
に

こ
こ
で
は

『
涅
槃
経
』
に
は
隠
顕
が
あ
り
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
凡
小

救
済
の
利
生
が
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

『
涅
槃

経
』
に
説
か
れ
て
い
る

一
閾
提
成
仏
な
ど
は
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
凡
小

救
済
の
利
生
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
救
わ
れ
ざ

る
者
の
救
済
、
こ
れ
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
と

よ
ぶ

に
相
応

し

い
。
そ
う
い

っ
た
意
味
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の

一
乗
釈
の
直
ぐ
後
に
く

る
経
文
証
は
何
等
疑
う
と
こ
ろ
は
な
く
、
表

面
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
功

徳
、
あ
る
い
は
念
仏

の
こ
と
に
は
直
接
に
触

れ
て
い
な
い
が
、
そ

の
深

意
は
念
仏

一
乗
の
理
を
顕
し
、
浄
土

一
実
の
義
を
明
か
し
て
、
清
閑

一

道
の
利
を
説
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
存

覚
は

『
六
要
紗
』
で
、
阿
弥
陀
仏
の
妙
果
は
無
上
涅
槃
で
あ
り
、
念
仏

は
す
な
わ
ち
涅
槃
の
門
で
あ
る
か
ら
、
涅
槃

の
誠
説
は
阿
弥
陀
仏
の
利

生
を
保
持
し
な
い
は
ず
が
な
い
と
し
て
い
る
。
第
二
は
、
こ
の
箇
所
は

一
乗
釈
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
に
そ
の
経
文
証
と
し
て

『
法
華
経
』
を

使
わ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
大
き
な
焦
点
と

な
る
の
が

一
閲
提
成
仏
と
い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

一
乗
釈
の

『
涅
槃

経
』
引
文
の
四
文
は
そ
れ
ぞ
れ

「
内
道
外
道

の
対

応
」
「
信
順
不
信
順

の
対
応
」
「
世
間
出
世
間
の
対
応
」
「
一
乗
多
乗
の
対
応
」
と
い

っ
た
形

で

一
乗
を
お
さ
え
て
お
り
、
特
に
こ
の

一
乗

は

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て

は

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
で
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

一

切
衆
生
が
往
生
成
仏
す
る
に
は
、
如
来
の
本

願
力
に
よ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
五
機
類
は
み
な
同

一
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に

乗
託
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
す
べ
て
が
本
願
力
に
乗
ず
る
と
い

う
と
こ
ろ
に

一
乗
の
い
わ
れ
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
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す
べ
て
の
機
類
が
み
な
同
じ
菩
提
の
妙
果
を
証
し
、
こ
の
証
果
が
同

一

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

一
乗
の
意
味
が
色
濃
く
顕
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
そ

の
範
疇
は
、
当
然
、
『法
華
経
』
で
問
題
と
し
て
い
る

三
乗

よ

り
も
広
が

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て

『華
厳

経
』
が

引
文
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の

『華
厳
経
』

の
引
文
は

『涅

槃
経
』

の
よ
う
に
対
応
関
係
で

一
乗
を
お
さ
え
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥

陀
仏
が
名
号
の

一
法

一
道
に
よ

っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
の
だ
と
い
う
こ

と
と
、

一
切
の
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏

の
名
号
の

一
法
を
念
じ
て
平
等
の
証

果
を
得

る
と
い
う

こ
と
を
い
っ
た
も

の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
お
さ
え
か

た
の
形
態
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
信
巻
」
の
信
楽
釈
に
お

い
て
も

『涅
槃
経
』
と

『華
厳
経
』
の
形

態
の
異
な
り
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
二
経
に
先
立

っ
て
願
成
就
文
が
引

か
れ
、
続
く
引

文

で

は
、
他
力
信
心
の
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『涅
槃

経
』
の
第

一
文
は
、
四
無
量
心

・
大
信
心

・
一
子
地
に
分
け
ら
れ
、
こ

れ
ら
は
み
な
仏
性
で
あ
る
と
す
る
が
、
親
鸞
は
四
無
量
心
の
大
慈
大
悲

あ
る
い
は
大
喜
大
捨
は
凡
夫
の
み
で
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
阿
弥
陀
仏
が
因
位
の
時
に
起
こ
す
も
の
で
あ
る
と
読
み
取

っ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
仏
性
を
生
む
心
は
仏
自
身

の
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、

一
切
衆
生
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
大
慈
大
悲
を
得

る
と
領
解
す
る
の
で
あ
る
。
大
信
心
に
つ
い
て
も
仏
性
は
如
来
回
向
の

大
信
心

で
あ
る
と
し
、

一
子
地
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
浄
土
に
お
け
る
位

と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
位
を
得
て

一
切
衆
生
を
平
等
に

見
る
心
を
起

こ
す

の
で
あ

っ
て
、

一
切
衆
生

は
必
ず
浄
土
に
往
生
し
て

こ
の
一
子
地
の
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

そ

し
て
第

一

文

・
第

二
文
に
よ
り
信
心
正
因
と
信
不
具
足
に
よ

っ
て
信
心
の
内
容
を

顕
わ
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て

『
華
厳
経
』
の
文
は
第

一
文
が
代
表

し
て
い
る
よ
う
に

「
信
心
を
歓
喜
し
て
疑
い
な
き
も
の
は
、
速
や
か
に

無
上
道
を
成
ら
ん
」
と
、
証
果
を
得
る
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「化
身
土
巻
」
信
聞
釈

・
勧
信
経
文
証
の

『
涅
槃
経
』
の
第

一
文

・

第

二
文
と
そ
れ
に
続
く

『
華
厳
経
』
の
文
は
善
知
識
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
点
は
善
知
識
そ
の
も
の
の
対
象
と
我
々

に
ど
の
よ
う
に
念
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
ヶ
所
の
連
引
を
見
て
く
る
と
、
こ
の
三
ヶ
所
と
も
に

誓
願

一
仏
乗
の
開
示
に
槃
が

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
の
二

経
の
共
通
す
る
役
割
を
見
て
い
く
と

『
涅
槃
経
』
は
往
相
の
必
至
滅
土

を
顕
わ
し
、
『華
厳
経
』
は
還
相
の
普
賢
の
徳
を
顕
わ
す

も

の
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
本
願
力
回
向
畠

柑

還
相
を
も

っ
て
他
力
真
宗
の
法
門
と
し
て
、

こ
れ
を
も

っ
て

一
代
仏
教

を
看
破
し
て
い
る
。
そ
う
言

っ
た
事
か
ら
考

え

る
と

『
涅
槃
経
』
『華

厳
経
』
と
連
引
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
往
相
還
相
と
い
う

一
連

の
形
を
取

り
、
行
者
受
得
の
次
第
を
顕
し
た
も
の
と
見

る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
『涅
槃
経
』、
『華
厳
経
』、
連
引

(大
谷
大
学
大
学
院
)

708


